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護
憲
活
動
と
文
化
と
し
て
の
平
和

蓑
口

一
哲

一

は
じ
め
に

「
改
憲
論
議
」
が
再
燃
し
て
い
る
。
昨
年
末
の
解
散
総
選
挙
と
今
夏

の
参
議
院
選
挙
に
よ
り
、
自
民
党
安
倍
政
権
が
躍
進
し
た
結
果
で
あ
る
。

平
和
憲
法
を
改
悪
し
「
戦
争
の
で
き
る
国
造
り
」
が
、
再
び
始
ま
っ

て
い
る
。
同
時
に
脅
か
さ
れ
る
人
権
。
こ
の
流
れ
に
私
た
ち
は
ど
う
立
ち

向
か
う
の
か
。
今
私
た
ち
は
、
し
っ
か
り
と
し
た
理
論
と
状
況
判
断
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
戦
後
六
八
年
を
迎
え
、
私
た
ち
は
「
文
化
と
し
て
の
平
和
」
を

構
築
す
る
時
期
を
迎
え
て
い
る
。
改
憲
論
議
と
並
行
し
て
、
実
践
と
理
論

を
学
び
あ
う
分
科
会
と
な
っ
た
。

今
回
の
討
議
の
柱
は
、
（
一
）
現
政
権
の
憲
法
改
正
へ
の
狙
い
は
何

な
の
か
。
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
私
た
ち
の
理
論
立
て
を
、
ど
う
進
め
て

い
く
の
か
。
（
二
）
同
時
に
憲
法
を
守
る
運
動
を
、
ど
の
よ
う
に
展
開
し

て
い
く
の
か
。（
三
）「
文
化
と
し
て
の
平
和
」
を
、
地
域
や
学
校
で
ど
の

よ
う
に
展
開
し
て
い
く
の
か
。

今
年
の
「
平
和
・
憲
法
」
分
科
会
に
は
、
合
計
十
八
名
が
参
加
し
レ

ポ
ー
ト
報
告
は
五
本
で
あ
っ
た
。
議
論
の
概
要
を
、
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

二

「
憲
法
を
守
る
運
動
」
は
ど
う
あ
る
べ
き
か

札
幌
弁
護
士
会
に
所
属
す
る
若
手
弁
護
士
神
保
大
地
（
敬
称
略
）
は
、

「
憲
法
学
習
」
の
出
前
授
業
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
市
民
向
け
講

座
「
憲
法
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
」
を
札
幌
市
内
を
中
心
に
展
開
し
て
き
た
が
、
そ

の
実
績
を
更
に
進
め
、
複
数
の
弁
護
士
と
と
も
に
こ
の
活
動
を
実
施
し
て

い
る
。

「
個
人
の
尊
厳
（
憲
法
十
三
条
）」
を
ベ
ー
ス
に
、「
人
間
一
人
一
人
に

は
同
じ
よ
う
に
価
値
が
あ
る
。
こ
れ
が
最
も
大
切
な
こ
と
」
と
言
う
。
そ

し
て
「
こ
の
個
人
の
尊
厳
を
、
選
挙
制
度
か
ら
考
え
る
」
と
い
う
視
点
に

立
つ
こ
と
と
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
「
未
成
年
の
若
者
を
対
象
と

し
て
い
る
が
、
選
挙
を
身
近
に
感
じ
て
ほ
し
い
」
と
言
う
。

「
一
票
の
格
差
問
題
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
「
投
票
価
値
の
平
等
」

に
重
点
を
置
き
、
各
地
を
訪
問
し
出
前
授
業
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
内

容
に
つ
い
て
は
、
次
年
度
報
告
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
活
躍
を
期
待
し
た

い
。
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「
国
民
に
国
家
像
を
押
し
付
け
、
基
本
的
人
権
を
制
限
し
義
務
で
国
民

を
縛
る
・
・
こ
れ
が
自
民
党
新
憲
法
草
案
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
渦
中

の
改
憲
論
争
と
そ
の
中
心
に
あ
る
自
民
党
新
憲
法
草
案
を
主
に
と
り
あ
げ

た
の
が
、
芳
賀
正
志
（
高
退
教

敬
称
略
）
で
あ
る
。

芳
賀
は
現
在
の
危
険
な
安
倍
政
権
の
動
き
を
ま
と
め
て
い
る
。
昨
年
末

の
総
選
挙
の
後
、
今
年
七
月
の
参
議
院
選
挙
で
は
、
小
選
挙
区
制
の
マ
ジ

ッ
ク
で
大
勝
し
た
自
民
党
安
倍
政
権
が
改
憲
へ
の
道
を
進
む
中
、
「
戦
後

生
ま
れ
の
国
会
議
員
の
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
憲
法
改
正
を
主
張
し
て

い
る
」
と
い
う
こ
の
危
機
感
を
ま
ず
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
自
民
党
新
憲
法
草
案
に
つ
い
て
は
、
「
国
民
に
国
家
像
を
押
し
付

け
、
個
人
の
内
心
に
踏
み
込
み
、
義
務
で
国
民
を
縛
る
」
こ
と
を
ポ
イ
ン

ト
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
。

同
時
に
、
す
で
に
「
確
立
し
て
い
る
戦
後
民
主
主
義
の
否
定
」
「
立
憲

主
義
の
否
定
」「
平
和
主
義
の
否
定
と
戦
争
を
で
き
る
国
へ
の
回
帰
」「
国

民
主
義
の
後
退
と
天
皇
制
国
家
の
復
活
」
「
国
家
に
よ
る
統
制
強
化
と
人

権
の
後
退
」
が
結
果
的
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
も
指
摘
し
同
時
に
危
惧

し
て
い
る
。
ま
と
め
と
し
て
、
こ
う
し
た
社
会
に
な
ら
ぬ
よ
う
市
民
レ
ベ

ル
の
学
習
会
の
必
要
性
を
強
調
し
た
。

「
あ
あ
、
も
う
そ
の
時
は
す
べ
て
が
あ
ま
り
に
も
遅
す
ぎ
た
と
言
わ
な

い
た
め
に
」
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
こ
の
改
憲
に
関
わ
る
我
々
の
危
惧
を
更

に
具
体
的
に
指
摘
し
た
の
が
、
今
野
皓
司
（
高
退
教

敬
称
略
）
で
あ
る
。

「
大
変
危
険
な
も
の
を
感
じ
る
。
日
本
の
教
育
は
、
権
力
に
従
順
な
子
供

を
つ
く
ろ
う
と
い
う
権
力
闘
争
の
歴
史
に
翻
弄
さ
れ
て
き
た
。
現
在
は
戦

前
の
学
校
教
育
と
同
じ
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
」
と
切
り
出
し
、
現
在

の
状
況
を
ま
と
め
て
い
る
。

ま
ず
憲
法
改
悪
へ
の
動
き
に
つ
い
て
は
、こ
の
夏
の
麻
生
元
総
理
の
「
ナ

チ
ス
の
手
口
に
学
べ
」
発
言
は
、
「
自
民
党
政
権
の
本
音
で
あ
り
、
集
団

的
自
衛
権
行
使
の
合
憲
化
を
打
ち
出
す
こ
と
を
自
民
党
は
目
指
し
て
い

る
」
と
し
て
い
る
。

次
に
「
戦
争
す
る
国
造
り
の
動
き
」
に
つ
い
て
は
、
「
戦
争
は
秘
密
か

ら
始
ま
る
」
と
し
、
現
在
話
題
の
「
特
定
秘
密
保
護
法
の
制
定
、
国
家
安

全
保
障
会
議
の
創
設
、
自
衛
隊
の
本
格
的
軍
隊
へ
移
管
」
を
挙
げ
て
い
る
。

「
教
育
再
生
の
動
き
」
に
つ
い
て
は
、
「
戦
争
は
教
室
か
ら
始
ま
る
」
と

し
、
「
愛
国
心
道
徳
教
育
の
強
制
」
と
い
じ
め
を
口
実
に
し
た
「
道
徳
の

教
科
化
」
、
道
立
学
校
の
七
月
か
ら
の
「
日
の
丸
掲
揚
の
強
制
」
、
「
勤
務

実
態
調
査
の
継
続
」
を
指
摘
し
、
「
教
え
子
を
再
び
戦
場
に
送
ら
な
い
」

と
い
う
私
た
ち
の
運
動
の
原
点
を
改
め
て
確
認
し
て
い
く
べ
き
こ
と
を
強

調
し
た
。

ま
た
安
倍
政
権
は
「
憲
法
を
変
え
ず
し
て
、
憲
法
を
変
え
よ
う
と
し
て

い
る
」
と
し
、
現
在
の
状
況
で
は
国
民
の
理
解
を
得
ら
れ
ず
、
憲
法
を
変

え
る
こ
と
は
難
し
い
た
め
他
の
法
律
で
「
戦
争
の
で
き
る
国
造
り
」
を
始

め
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
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そ
し
て
目
の
前
に
あ
る
の
は
「
国
家
安
全
保
障
基
本
法
案
」
で
あ
り
、

来
年
の
通
常
国
会
で
の
成
立
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
内

容
の
危
険
性
と
し
て
、
以
下
の
部
分
を
示
し
た
。

第
三
条
の
「
国
は
教
育
、
科
学
技
術
、
建
設
、
運
輸
、
通
信
そ
の
他
内

政
の
各
分
野
に
お
い
て
、
安
全
保
障
上
必
要
な
配
慮
を
払
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
。「
国
は
我
が
国
の
平
和
と
安
全
を
確
保
す
る
上
で
必
要
な
秘
密

が
適
切
に
保
護
さ
れ
る
よ
う
、
法
律
上
制
度
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
」
。

第
四
条
（
国
民
の
責
務
）
の
「
国
民
は
、
国
の
安
全
保
障
施
策
に
協
力
し
、

我
が
国
の
安
全
保
障
の
確
保
に
寄
与
し
、
も
っ
て
平
和
で
安
定
し
た
国
際

社
会
の
実
現
に
努
め
る
も
の
と
す
る
」。

指
摘
さ
れ
た
内
容
は
、
正
に
ゾ
ッ
と
す
る
内
容
の
羅
列
で
あ
り
、
私
た

ち
の
危
機
感
を
一
層
強
め
た
。

二

｢

文
化
と
し
て
の
平
和｣

を
、
地
域
や
学
校
で

ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
の
か

松
本
徹

（
室
蘭
工
業
高
校
教
諭

敬
称
略
）
は
、
自
身
の
地
歴
公
民

科
の
授
業
に
関
し
て
「
教
材
つ
く
り
と
そ
の
使
い
方
」
を
ま
と
め
て
い
る
。

そ
の
根
本
に
あ
る
の
は
、
「
学
校
で
の
平
和
主
義
授
業
」
で
あ
る
。
科

目
現
代
社
会
の
授
業
で
は
「
新
鮮
な
ネ
タ
を
捌
い
て
い
る
ん
で
す
」
と
語

る
。
扱
う
ネ
タ
は
「
基
地
の
島
沖
縄
」「
国
防
軍
」「
平
和
主
義
と
憲
法
」

な
ど
、
近
年
話
題
の
も
の
を
扱
っ
て
い
る
。

ま
た
先
に
紹
介
し
た
札
幌
弁
護
士
会
の
「
憲
法
出
前
授
業
」
を
、
果
敢

に
導
入
し
た
の
も
松
本
で
あ
る
。
こ
れ
は
ク
ラ
ス
ご
と
に
二
時
間
続
き
で

実
施
す
る
も
の
で
、
計
五
人
の
現
役
弁
護
士
が
合
計
十
時
間
の
授
業
を
行

う
と
い
う
大
規
模
な
も
の
で
あ
る
。

ま
た
「
裸
の
王
様
っ
て
だ
れ
」
と
称
し
、
時
事
問
題
を
サ
ザ
ン
オ
ー
ル

ス
タ
ー
ズ
の
最
新
作
「
ピ
ー
ス
と
ハ
イ
ラ
イ
ト
」
を
使
用
し
て
授
業
を
展

開
す
る
と
い
う
新
企
画
を
導
入
し
て
い
る
。

歌
詞
の
中
に
登
場
す
る
「
裸
の
王
様
と
は
だ
れ
な
の
か
」
「
お
隣
の
人

が
怒
っ
て
い
た
こ
と
は
な
ん
な
の
か
」
を
、
生
徒
に
問
う
形
に
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
に
は
正
解
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
生
徒
の
回
答
と
し
て
は
「
安

倍
晋
三
・
中
国
・
北
朝
鮮
」
な
ど
が
登
場
し
て
く
る
と
い
う
実
に
斬
新
な

取
り
組
み
で
あ
る
。

科
目
地
理
で
は
、
「
高
遠
菜
穂
子
と
ゆ
く
イ
ラ
ク
」
と
題
し
、
高
遠
菜

穂
子
氏
が
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
で
実
際
に
活
動
地
イ
ラ
ク
か
ら
発
信
し
て
い

る
も
の
を
、
高
遠
氏
の
承
諾
を
得
て
「
被
爆
」
教
材
と
し
て
活
用
し
て
い

る
。
現
代
の
最
新
機
器
を
使
用
し
た
「
生
き
た
教
材
」
製
作
に
は
、
感
心

さ
せ
ら
れ
た
。

そ
し
て
科
目
世
界
史
で
は
、
「
九
・
一
八
（
柳
条
湖
事
件
）
」

と
「
十

二
・
八

（
真
珠
湾
攻
撃
）
」
に
、
ポ
イ
ン
ト
を
合
わ
せ
、
現
代
の
「
歴

史
認
識
問
題
」
を
展
開
し
て
い
る
。
ま
た
「
朝
鮮
支
配
と
切
り
離
さ
れ
な

い
満
州
事
変
」「
曖
昧
な
ま
ま
の
歴
史
問
題
と
領
土
問
題
」「
入
亜
脱
従
属
」
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な
ど
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
あ
げ
、
独
自
の
「
歴
史
認
識
に
鋭
く
切
り
込
む
授

業
」
を
展
開
し
て
い
る
と
言
え
る
。

次
に
「
見
学
旅
行
と
平
和
学
習
二
〇
一
三

東
京
編

東
京
大
空
襲
の

取
り
組
み
」
と
し
て
、
見
学
旅
行
で
の
平
和
学
習
の
実
践
を
報
告
し
た
の

は
、
蓑
口
一
哲
（
帯
広
農
業
高
校
教
諭

敬
称
略
）
で
あ
る
。

蓑
口
は
二
〇
〇
一
年
か
ら
「
被
爆
地
ヒ
ロ
シ
マ
」
、
二
〇
〇
五
年
か
ら

は
「
オ
キ
ナ
ワ
」
を
見
学
旅
行
に
導
入
し
、
「
平
和
学
習
」
を
展
開
し
て

き
た
。
し
か
し
近
年
旅
費
や
航
空
便
の
兼
ね
合
い
で
、
両
地
の
訪
問
を
断

念
す
る
高
校
が
道
内
で
は
増
加
し
つ
つ
あ
る
。

そ
こ
で
提
起
し
た
の
が
、
「
東
京
で
も
で
き
る
平
和
学
習
」
で
あ
る
。

そ
こ
で
「
東
京
大
空
襲
」
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、
訪
問
地
と
し
て
「
言
問

橋
」
と
「
東
京
大
空
襲
戦
災
資
料
館
」
を
挙
げ
て
い
る
。

数
千
人
の
市
民
が
猛
火
に
あ
ぶ
ら
れ
焼
死
し
た
「
言
問
橋
」
の
存
在
を

知
る
人
は
少
な
く
、
こ
の
先
も
大
い
に
推
薦
地
と
し
て
宣
伝
し
て
い
き
た

い
と
言
う
。

ま
た
「
東
京
大
空
襲
戦
災
資
料
館
」
で
は
、
体
験
者
の
一
人
か
ら
体
験

談
を
聞
い
て
い
る
。
蓑
口
は
、
生
徒
に
対
し
て
の
事
前
学
習
を
し
っ
か
り

実
施
し
、
「
体
験
者
の
こ
の
人
に
会
い
に
行
く
ん
だ
よ
」
と
い
う
意
識
付

け
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。

博
物
館
で
展
示
物
を
見
る
の
で
は
な
く
、
生
身
の
人
と
会
う
こ
と
が
大

切
で
あ
り
、
で
き
れ
ば
軍
人
で
は
な
い
民
間
人
し
か
も
男
性
よ
り
は
女
性

で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
戦
争
の
犠
牲
に
な

る
の
は
、
結
局
は
民
間
人
と
女
性
で
あ
る
」
と
い
う
視
点
が
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
「
平
和
学
習
」
で
生
徒
に
感
動
や
共
感
を
強
要
す
る

の
は
避
け
、

「
平
和
の
芽
」
が
い
つ
か
出
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
「
種

ま
き
作
業
」
と
位
置
付
け
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
平
和
を
文
化
と
し
て
い

く
」
と
い
う
こ
の
先
の
狙
い
が
あ
る
。

最
後
に
石
村
弘
（
元
赤
平
高
校
教
諭

敬
称
略
）
よ
り
、
地
域
で
の
取

り
組
み
を
報
告
し
て
い
た
だ
い
た
。
石
村
は
長
年
、
赤
平
市
周
辺
の
炭
鉱

に
お
け
る
朝
鮮
・
中
国
人
の
強
制
連
行
や
強
制
労
働
の
実
態
調
査
を
進
め

て
き
た
。
中
で
も
太
平
洋
戦
争
末
期
、
赤
平
市
の
北
炭
赤
間
炭
鉱
に
徴
用

さ
れ
病
死
し
た
朝
鮮
人
の
身
元
を
解
明
し
、
そ
の
遺
族
が
六
五
年
ぶ
り
に

遺
骨
と
涙
の
対
面
を
果
た
す
な
ど
の
活
動
を
し
て
き
た
。
生
徒
と
と
も
に

遺
骨
調
査
を
続
け
、
無
縁
仏
だ
っ
た
遺
骨
を
韓
国
へ
届
け
た
活
動
は
称
賛

に
値
す
る
。

ま
た
石
村
は
地
道
な
調
査
活
動
の
中
で
、
赤
平
市
史
な
ど
に
記
さ
れ
て

い
る
「
終
戦
時
に
捕
虜
た
ち
が
暴
動
を
起
こ
し
た
」
と
さ
れ
る
内
容
が
、

実
際
に
は
風
評
だ
け
で
実
態
は
必
ず
し
も
な
か
っ
た
と
も
指
摘
し
、
こ
れ

は
今
後
の
活
動
の
課
題
と
し
て
い
る
。

韓
国
側
は
現
在
、
日
本
側
の
謝
罪
と
現
地
で
の
殉
難
碑
の
建
立
を
求
め

て
い
る
と
い
う
。
石
村
は
日
中
韓
の
「
民
衆
レ
ベ
ル
の
交
流
」
と
同
時
に
、

「
地
域
相
互
の
交
流
」
の
重
要
性
も
述
べ
た
。
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こ
れ
ら
の
活
動
は
、
大
切
で
あ
る
。
室
蘭
市
を
は
じ
め
北
海
道
各
地
で

こ
れ
ら
中
国
人
朝
鮮
人
強
制
連
行
者
の
掘
り
起
こ
し
活
動
が
行
わ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
継
続
性
を
含
め
た
広
が
り
と
な
る
と
な
か
な
か
難
し
い
の
が

実
態
で
あ
る
。

十
年
ほ
ど
前
に
北
海
道
・
長
野
県
松
代
・
朝
鮮
学
校
・
韓
国
の
高
校
生

た
ち
が
朱
鞠
内
地
区
で
、
掘
り
起
こ
し
活
動
に
合
同
参
加
し
た
実
績
が
有

名
で
あ
る
が
、
継
続
性
と
な
る
と
な
か
な
か
困
難
が
多
い
の
が
実
態
で
あ

る
。し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
地
域
で
の
活
動
は
「
文
化
と
し
て
の
平
和
」
と

い
う
観
点
か
ら
は
大
変
意
義
深
い
も
の
で
あ
り
、
多
く
の
活
動
家
の
今
後

の
活
躍
が
期
待
さ
れ
る
。

三

ま
と
め

今
年
度
「
平
和
と
憲
法
」
分
科
会
と
し
て
は
、
「
安
倍
政
権
の
平
和
憲

法
へ
の
攻
撃
が
ど
う
な
る
か
、
ま
た
ど
う
展
開
さ
れ
る
か
」
に
注
目
し
て

い
た
。

改
憲
へ
の
国
民
的
合
意
は
「
現
在
は
無
理
」
と
判
断
し
た
自
民
党
政
権

は
、
思
わ
ぬ
作
戦
に
で
て
き
た
。
「
特
定
秘
密
保
護
法
」
や
「
国
家
安
全

保
障
基
本
法
」
と
い
う
周
辺
法
の
新
設
で
あ
る
。「
憲
法
を
変
え
ず
し
て
、

憲
法
を
変
え
る
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
平
和
と
憲
法
が
危
う
い
」
と
い
う
状
況
に
変
化
は
な
い
。

む
し
ろ
こ
の
状
況
は
進
行
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

私
た
ち
は
、
こ
の
状
況
に
ど
う
対
応
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
現

在
の
私
た
ち
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
で
あ
る
。

「
今
で
き
る
こ
と
を
継
続
し
よ
う
」
「
私
た
ち
の
目
の
前
に
あ
る
平
和

づ
く
り
を
し
よ
う
」「
平
和
を
文
化
に
す
る
市
民
的
な
取
り
組
み
が
大
切
」

な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。
私
た
ち
の
取
り
組
み
に
は
、
終
わ
り
が
な
い
。

（
帯
広
農
業
高
校
教
諭
）
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